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宋

詩

の

学

問

性

合

山

究

宋

代

の
詩

が

、
六

朝
か

ら
唐

へ
連

な
る
主
情

主
義

的
詩

風
を
払
拭

し

、

「
理

を
も

っ
て
詩
を

つ
く

る

」
、

「
議
論
を

も

っ
て
詩

を

つ
く
る
」
、
「
文

字

を

も

っ
て
詩

を

つ
く

る
」
と

い
わ

れ
る

よ
う
な
主

知
主

義
的

傾
向

へ
と

大

き

な

質

的
転

換
を
遂

げ

た
理
由

の

一
つ
に
、

宋
代

士
大
夫

の
学

問
読
書

に
対

す

る
信

仰
的

な
ま

で

の
執
念

を
あ

げ
る

こ
と
が

で
き

る
と
思

う
。「
読

書

万

巻

を

破

り
、
筆

を
下

せ
ば

神
あ

る

が

如

し

」

と

い

う

杜

甫

の
詩

句

(
「奉
贈
車
左
丈
二
十
二
韻
」)が
、宋

代

の
詩
文

に
屡

々
引

用
さ

れ
る

の
も
、

桂

甫

が

「
学

」

の
人
と

し

て
、

「
才
」

の
人
李

白
以

上

に
宋

ひ
と

の
共
感

を

得

て

い
た

か
ら

で
あ

る
。

詩

に
お

い

て

、
生
来

の
オ
リ

ジ

ナ
リ

テ
ィ
を
重
視

す

る
か
、
或

い
は
客

体

と
し

て

の
学

問
に
重

き

を
置

く
か

は
、
古
来

相
容

れ
難

い
両

極
で
あ

る

が

、

古

く

は
お

お
む

ね
天

才
論

が
優
位

を
占

め
、
詩

は
志

を
言

う
も

の
、

性

情

を

吟

詠
す

る
も

の
な

ど

と

い
わ

れ

、
個
性

を
尊
び

情

感

の
趣
く
ま

ま

に
作

詩

す

べ
き

で

あ

る
と

さ
れ

た
。
曹

　

の

「
典

論
論
文

」

に

い
う

「
文

は

気

を

以

て
主

と
な
し

、

気

の
清
濁

に
は
体

あ
り

。
力

強

て
至

す
可

か
ら

ず
。

諸
れ

を
音

楽

に
讐
う

れ
ば

、
曲
度

は
均

し

く
節

奏

は
検

を
同

じ

く
す

と
錐

も
、
引

気

の
斉

し
か

ら
ざ

る

に
至

っ
て
は
、
巧

拙

に
素

あ

り

、
父

兄

に
在

り
と

錐
も

、
以

て
子

弟

に
移
す

こ
と

能
わ

ず

」
、
顔

之

推

の

「
顔

氏

家
訓

」

に

い
う

「
学

問

に
利
鈍

あ
り

。
文

章

に
巧
拙

あ

り

。
鈍

学
も

功

を

累

ぬ
れ
ば

、
精

熟
す

る
を
妨

げ

ず
。

拙
文

は

思

い
を
研

ぐ
も

、

終

に
喘

鄙

に
帰

す
。

但
だ

学
士

と
成

れ
ば

、
自

ら

人
た

る

に
足

る
。

必
ず

天

才

に
乏

し

く
し

て
、
強

い
て
筆

を
操

る

こ
と
な
か

れ

」

(文
章
篇

〉な

ど

の
言
葉

は

、

ま
ぎ

れ
も

な

く
天

才

説

の
立

場
を

と

る
も

の
で
あ

り

、
詩

文

の
優

劣

は
、

生
得

の
才

能

が
全

て
を
決

定
し

、
後

天
的

修
業

を

い
く

ら

積

ん
で
も

如

何

と

も
し

が
た

い
も

の
で

あ

る

こ
と

を
断

言
し

た
も

の
で

あ

る
。

従

っ
て
多

く

の
場
合

、

個
牲

の
ま

ま

に
胸

臆

の
思

い
を

す
な

お

に
詠

ず

る

こ
と

が
重

ん
ぜ

ら

れ
、

こ
れ

に
反

し

て
学

問
読

書

に
頼

っ
て
詩

を

作

り
上

げ

る

こ
と

は
屡

々
鄙
し

め
ら

れ
た

。
例

え
ば
沈

約

が
、

「
子
建

「
函
京

」

の
作

、
仲

宣

「
濡
岸

』

の
篇

…
…

並
び

に
胸
情

を

直
挙

し

て
、
詩

史

に
傍

る

に
あ

ら

ず

」

(
「
謝
霊
運
伝
論
」
)
と

い

い
、

鍾
礫

も
、

「
情

性
を

吟

詠
す

る

に
至

っ

て

は

、

亦

た

何

ぞ

用

事

を

貴

ば

ん
。

「
君

を
思

う

て
流

水

の
ご

と
し

」

即
ち
是

れ
即

目
。

「
高

台
悲

風
多

し
」

亦

た

惟

だ

見

る

と

こ

ろ

。

「
清
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農

朧
首

に
登

る
』

莞
故

実

な
し
。

『
明

月
積

雪

を
照
ら

す
』

拒

ぞ
経
史

に

出

で

ん
。
古

今

の
勝

語

を
観

る

に
、
多

く
補
仮

に
あ
ら

ず
、

皆

直
尋

に
由

る
」

(「詩
品
」
)
と

い

っ
て
、
当
時

の
詩

人

が
書

物
を

用

い
典
故

を
貴

ぶ
の

を
非

難
し

て
い

る
の
は

、
そ

れ
を
端

的

に
言

い
放

っ
た

も

の
で

あ
る
。

ま

た
唐

代

に
入

っ
て
も
、
鮫

然

は

「
語

を
愉
む

は
最

も
鈍

賊

た
り

」
、

「
経

史
を

用
う

と
錐

も
書

の
生
を
離

る

」

(
「
詩
式
」
)
と

い

い
、
韓
愈

は

「
惟

だ
陳

言
を

こ
れ
務
め

て
去

る
は
、
憂

々
乎
と

し

て
其

れ
難

い
か

な

」

(「答

李
颯
書
」
〉●、

「
惟
れ

古

え

の
詞

に
お
け

る
必

ず

己
れ

よ
り
出

づ

。
降

り

て

能
く

せ
ず

乃
ち

剰

賊
す

」

(
「
南
陽
焚
紹
述
墓
誌
銘
」
)
と

い
い
、

前

人

の
詩

句

を
安

易

に
踏
襲

す

る

こ
と
を

厳

に
警

め
、

ま

た
元
槙

は
杜

甫

の
詩

を
評

し

て

「
桂

甫

は
天
材

頗

る
絶
倫

。
詩

巻

を
尋

ぬ
る
毎

に
情

の
新
し

む

に
似

か
れ

よ

渠

の
当
時

の
語
を

直
道

し

、
心

源
を

し

て
古

人

に
傍
ら

し

め
ざ

る

た
貌

に
憐

た

る
」

(
「
酬
孝
甫
見
贈
十
首
」
の
二
)
と

賞
め

て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
、

宋

以
前

の
詩

論
で

は
、

た

と

い
実
際

は

書
史

を

利
用

す

る

こ
と

が

屡

々
で

あ

っ
た

と
し

て

も
、

な
お

原
則
的

に
は

心
情

吐

露

の
個

性

的

作
風

が
尊

ば

れ
、

学

問
読

書

に
依
拠

し

た
詩

作

は
極

力
排

斥

さ

れ
て

い

て
、
積

極
的

に

「
学

」

の
必

要
性

を
叫

び

模

倣
を
肯

定

し

た
も

の

は
殆

ど

い
な
か

っ
た
と

い

っ
て
よ

い
。
典

故

を
頻

用

し
た

こ
と
で

有

名

な
六

朝

の
徐
陵

や
庚
信

、

初
唐

の
四
傑

、
晩

唐

の
李

商
隠

な

ど
も

、

や

は
り
基

本

的

に

は
天

才
論

の
範

暗

に
あ

っ
て
、

才
情

を

重

ん
じ

て

い
る

の
で

あ

り
、

宋

ひ
と

の
よ

う

に
学

問

読
書

の
必
要

性

を
露

骨

に
唱

え

て

い
る
わ

け

で

は

な

か

っ
た
。

と

こ
ろ

が
、

宋
代

に
入

っ
て
、
詩

は
天

才

説

か
ら

一
転

し

て
学

問

読
書

に
よ
る

後
天

的

才
能

を
重

ん
ず

る
方

向

へ
と

急

速

に
傾
斜

し

て

ゆ
く

。

つ

ま

り

「
才

」
か

ら

「
学

」

へ
と

転
ず

る
わ

け
で

あ

る
。
詩

論

に
お

い
て
も

、

41
-
1

9=
万
巻

の
書

を
読

み

、
学

問
を

通
し

て
、
詩
材

を
蓄

え
、
詩

想

を
錬

る

こ
と

の
必
要

性

、
或

い
は
前

人

の
作

品

を
熟

読

玩
味

し
、

自
ら

の
詩

嚢

を
肥

や

す

べ
き

こ
と
が

繰
返

し
強

調

さ

れ
る
。

こ
の

よ
う

な
詩
論

は
、

黄

庭
堅

及

び

江
西
詩

派

に
お

い
て
特

に
強

調
さ

れ

る
が
、

し

か
し
彼

ら

に
至

っ
て
突

発
的

に
出
現

し

た
わ

け
で

は
な

く
、

そ

こ

に
は

そ
れ

を
生
み

出

す
だ

け

の

社
会

的

要
因

が
存

在

す
る
。

二

 

五
代

の
戦

乱

を
鎮

め
、

天
子

独
裁

の
中
央

集
権

体
制

を
確

立

し
た

宋
朝

は

、
太

祖
趙

匡
胤

の

「
朕

は
武

臣

を
し

て
悉

く
書

を
読

み

て
以

て
治
道

に

通

ぜ

し
め

ん
と

欲
す

、

何
如

」

(
「
宋
史
」
本
紀
建
隆
三
年
)
、

「
宰
相

は
須

ら

く
読

書

人
を

用

う

べ
し

」

(
「
通
鑑
長
篇
」
乾
徳
四
年
五
月
乙
亥
の
条
}
な
ど

の
言

葉

に
象
徴

さ

れ
る

よ

う

に
、

文
治

主
義

を

治
政

の
根

本
方

針

と
し
、

科

拳
制

度

の
整

備

に
務

め
、

天
子

自

ら
学

問
を
奨

励

し

た

た
め

、

こ

こ
に

文
官

優
位

、
儒

臣

尊
重

の
読

書

人
社
会

が

出
現

し

た
。
新

た

に
拾

頭
し

た

読

書

人

(
士
大

夫

)
階

級

の
多

く
は

、
自

ら

の
学
力

に
よ

っ
て
科

拳

の
難

関

を
突
破

し

て
官

僚

と
な

り
、

立
身

出
世

を

成
し
遂

げ

た

い
わ
ば

成

り
上

り
者

で

あ

っ
た
。

太
宗

朝

の
知

制
浩

王
禺

俗

、
真
宗

朝

の
翰
林

学

士
刑

欝

、

仁
宗

朝

の
参

知

政
事
孫

拝

な

ど
は
、

農

家

の
子
弟

で
あ

っ
た

と

い
わ

れ
る

が

、
も

と

よ
り

当
時

の
進

士

の
大
半

は

、
彼

ら

の
よ

う

に
無

名

の
庶
民

出

身

で
あ

っ
た

の
で

あ

る
。

ま

さ

に
科

拳

万
能

、
学

問
万

能

の
時
代

に
な

っ

た

わ

け
で

あ
り

、
才

能

さ
え

あ
れ
ば

、

た

と
え
微

寒

の
出
身

で
も

宰

相

に

す

ら

な

る

こ
と

が
で

き

た
。

例

え
ば

、

仁
宗

朝

の
副
宰

相

(参
知
政
事
)
萢

仲
掩

は
、

幼

く
し

て
父
を

失

い
、
母

が
他

の
家

に
再
嫁

し

て
よ

り
、

非
常

な
辛

酸

を
嘗

め
た

が

、
彼

は
、

「
南
都

の
学
舎

に
処
り

て
、
昼

夜
苦

学

す



る

こ
と

五
年

。
未

だ
嘗

っ
て
衣

を

解
き

て
寝

に
就

か
ず

。
夜

或

い
は
昏

怠

す

れ
ば

、
帆

ち
水

を
以

て
面

に
沃

ぐ
。

往

々
簸

粥
充

た

ず

、

日
戻

き

て

始

め

て
食
ら

う
。
同

舎
生

或

い
は

珍
膳

を
飴

れ
ど
も

、
皆

拒

み

て
受

け
ず

」

(宋
名
臣
言
行
録
」
巻
七
之
二
)

と

い
わ
れ

る
よ

う
な

猛
烈

な
勉
学

の
末

に
、

進

士

に
及

第

し
、
遂

に
参

知
政
事

に
ま

で

の
し
上

っ
た

の
で

あ

る
。

こ

の

よ
う

に
、
刻

苦
勤

学

の
末

に
、
貧

苦

の
中

か
ら

身
を

起
し

、
著
名

な
官

僚

や
学

者

に
な

っ
た

人

々
の
事

例

は
、
ま

こ
と

に
枚

挙

に
暇
が

な

い
程
で

あ

奪

2
.

ま

た
読
書

人

の
強

烈
な
物

質

主
義
的

功
利

観

を
示

す

「
勧
学

」

の
詩
文

が

、
頻

り

に
作
ら

れ

始
め

た

の
も
、
科

挙
制

社
会

の
宋
代

に
お

い
て
で

あ

り
、
寡

見

の
及

ぶ
か
ぎ

り

、
宋

以
前

に
は
中

唐

の
白

楽

天

・
孟

郊

に
各

一

首

あ

る

に
す

ぎ
な

い
。
か

の
有
名

な
真

宗

皇
帝

の
勧
学

の
詩

「
家

を
富

ま

す

に
良

田
を

買
う

を

用

い
ず

。
書

中
自

ら
千

鍾

の
粟
あ

り

。
…

…
妻
を

姿

る
に
良

媒

な
き
を

恨
む

こ
と

な

か
れ
。

書
中

女
あ

り

、
顔

玉

の
如

し

云

々
」

は

、
今

日
で

は
立
身

出
世

意

識
を
露

骨

に
煽

る
も

の
と
し

て
嫌

悪
さ

れ
が

ち
で

あ

る
が

、
当
時

は

む
し

ろ
、

天
子

自
ら

が
新

興
読

書
人

階
級

の
上

昇

気

運
を

か
き

た

て
、

そ
の
向

上
意
欲

を

奨
励

す
る
極

め

て
健
康

な
社

会
意

識

の
中

か
ら
生

れ

た
も

の
で

あ

っ
た
と

言
え

よ

う
。

こ
れ

に
類
す

る
も

の

と

し

て
、
北
宋

中

期

に
限

っ
て
も
、
仁
宗

の

「
勧

学

文
」

・
張

詠

の

「
勧

学

篇
」

・
陳

裏

の

「
仙
居
勧

学

文

」

・
王
安

石

の

「
勧

学

詩
」

・
司

馬
光

の

「
勧
学

歌

」

・
柳

永

の

「
勧
学

文

」

・
趙
拝

の

「
勧
学

示

江
原

諸
生

」
い

萢

祖
禺

の

「
勧

学
割

子

」

・
周

行

己

の

「
勧

学

文
」

な
ど

、
多

く

の
作

品

を

挙
げ

る

こ
と

が
で
き

る

。

し

か
し

な
が

ら
、

宋
代

士
大
夫

の
学
問

は
、

科
挙

及
第

と

い
う

現
実
的

目
的

の
達

成

に
の
み

止
ま

る
も

の
で

は
な

い
。

科
挙

に
及
第
し

て
官
僚

と

な

っ
て
か

ら
も

、
或

い
は
富

貴
栄

達

の
道

に
繋
が

る
科

挙

の
学

を
廃

棄

し

て
か

ら
も

、
士
大

夫
と

し

て
誇

り
高

く
存
立

す

る
限
り

は
、
学

問

読
書

を

避
け

る

こ
と

は
決

し

て
な
く

、
知

的

エ
リ

ー
ト
を

め
ざ

し
、
学

者
文

人
と

し

て
の
声
誉

を
求

め

て
、
更

な

る
努
力

を
た

ゆ
み

な
く
続

け

な
け

れ
ば

な

ら

な
い
。

「
君
子

の
学

ぶ

や
、

そ
れ

一
日
と

し

て
息

む

べ
け

ん
や
」

(欧

陽
修

「雑
説
」
)
で
あ

る
。

こ
こ

に
学

問
読
書

を
も

っ
て
職
業

と

み
な
す

士

大

夫

(
読
書

人

)意

識
が

育
ま

れ

て
く
る

。
欧

陽
修

の

「
感

興
」

の
詩

に
は

、

農

耕

や
蚕
織

に
代

っ
て
、
学

問
文
章

に
励

む

こ
と
、

そ
れ

が
士

大
夫

た
る

所
以
で
あ
る
と
明
白
に
述
べ
て
い
る
ー

仕
宙
し
て
寸
禄
を
希
う
は

餓
寒
に
迫
ら
る
る
な
き
を
庶
う
な
り

書
を
読
み
て
文
章
を
為
る
は

も
と
以
て
耕
織
に
代
う
る
な
り

君

子
は
量

能
を

貴

ぶ

軽

々
し
く

人

の
食
を

食
む

こ
と

な
か

れ

こ
の
よ

う
な
士
大

夫

意
識

は
、

次
第

に
学

問
至
上

主
義

的

な
執
念

じ

み
た

情
熱

を
生

む

よ
う

に
な

る
。
例

え
ば

、
文

同

の

「
夜
学

」

の
詩

(
「丹
淵
集
」

巻
八
〉
に
、

巳

に
名

を
第

す

る
を

明
う

し

て
放

ぐ

に
堪

え
た
り

と
錐

も

未

だ
根

原

に
到

ら
ざ

れ
ば
豊

に
敢

て
休

め
ん

や

文
字

は

一
鉢

灯
は

一
蓋

只
だ
応

に
前

世

は
是
れ

深
き

讐

な
る

べ
し

と

い
う

の
は
、

こ

の
こ
と
を

極
め

て
よ
く
物

語
る
も

の
で

あ

る
が

、
そ

の

他

、
黄

庭

堅
が

、
「
士

大
夫

は
、
三

日
書

を
読

ま
ざ

れ
ば

、
自

ら
語

言

に
味

一5一



な

く
、

鏡

に
対

う
も

亦
た

面
目
憎

む

べ
き
を
覚

ゆ

」
と

い

い
、

米
元
章

が

、

「
一
日
書

を
読

ま
ざ

れ
ば

、
便

ち
思

い

の
渋

る
を
覚

ゆ

」
と

い

っ
て
片

時

も

書

を
廃

さ
な

か

っ
た
と

い
う
逸
話

(
「
巌
棲
幽
事
」
)
な

ど
、

数
多
く

の

事

例

を
あ

げ
る

こ
と

が
で

き

る
。
ま

さ
に

「
斎

東

野
語

」

に
黄

庭
堅

の
言

葉

と

し

て
引

く

ご
と

く
、

「
士
大

夫

の
子
弟

は
、
読

書
種

子
を

し

て
断

絶

せ

し

む

べ
か
ら
ず

。

才
気

あ

る
者

出
つ

れ
ば

、
便
ち

當

に
世

に
名

あ

る

べ

し

」

(巻
二
十

「書
種
文
種
」
)
と

い
う
学

問
万
能

の
時

代

で
あ

っ
た

の
で

あ

る

。

.

時

代

が
降

る

に
従

っ
て
、
次
第

に
学
者

が
籏

出
し

、
学

派
間

の
対
立

が

深

刻

に
な

る
と
、

学

問

の
内

容

や
目
的

が
云

々
さ

れ
る

よ
う

に
な
る
が

、

士

大

夫

の
士

大
夫

た

る
所

以
は

、
以
上
述

べ
た
ご
と

く

、
ま
ず
学

問
読

書

を

す

る

こ
と

そ
れ
自

体

に
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

三

出

版
印

刷

の
普

及
も

、
宋

代
知

識
人

の
旺
盛

な
読
書

欲

を
煽

っ
た
外
因

の

一
つ
に
挙

げ
ら

れ

る
で
あ

ろ
う

が
、
と

に
か

く
、

彼
ら

の
読
書

は
、

経

史

を

中

心
と
し

た

オ

ー

ソ
ド

ッ
ク

ス
な
典
籍

ば

か
り

で
な

く
、
世

に
存

す

る
あ

り

と
あ
ら

ゆ

る
書

物

に
及
ん

だ
。
例

え
ば

、
呉
越

王

家

の
後

喬
で

西

…昆
派

の
詩

人
銭

惟
演

は

、

「
平
生

た
だ
読
書

を
好

み

、
坐

す
れ
ば

経
史

を

読

み

、
臥

す
れ
ば

小

説
を

読
み

、
厨

に
上

れ
ば
小
辞

を

閲
し

、
頃
刻

も
書

巻

を

釈

て
ず
」

(
「帰
田
録
」
巻
二
)と

い
わ

れ
、

ま
た
欧

陽

修

の
友

人
劉
敬

は

、

「
公
、
学

に

お

い
て
博
し

。

六
経

・
百
氏

・
古
今

の
伝
記

よ
り
、
下

は

天
文

・
地
理

・
ド

書

・
数
術

・
浮
図

・
老
荘

の
説

に
至

る
ま
で

、
通
ぜ

ざ

る

所
な

し
」

(
「
居
士
集
」
巻
三
五
に
載
す

「
集
賢
院
学
士
劉
公
墓
誌
銘
」
)と

い

わ

れ

、
か

の
王
安

石

は

、
L
「
我
萬

巻

の
書

を
読

み
、
識

り

尽
す
天
下

の
理

」

(
「擬
寒
山
拾
得
」
〉
、
「
某

百

家
諸

子

の
書

よ

り
、
難

経

・
素
問

・
本
草

・

諸
小
説

に
至

る
ま

で

、
読

ま
ざ

る
所

な

し
」

(「
答
曽
子
固
書
」
)

と

い

い
、

そ

の
博

学
多

識

を
自
負

し

て

い
る
。

か

か

る
幅
広

い
雑

学

は
、

あ

く

な
き

知
識
欲

に
か
ら

れ
た
宋

代
読

書

人

の
多
読

主
義

的

側

面

を

物

語

る
も

の
で

あ

る
が

、
多

か

れ
少
か

れ

、
宋
代

の
詩

人
が

あ

ま
ね

く

持

ち

あ
わ

せ

る
も

の
で
あ

っ
た
。
清

の
趙

翼

が
蘇

轍

の
詩

を
評

し

て
、

「
破

公

は
、

荘
列

諸

子
及
び

漢
魏

晋
唐

諸
史

に
熟

す

。
故

に
遇
う

所

に
随

っ
て
帆

ち

典
故

あ

り

て
以

て
そ

の
援
引

に
供

す

。
此

れ
臨

時

の
検

書
者

の
能

く
弁

ず

る
所

に
あ

ら
ざ

る
な
り

」

(
「甑
北
詩
話
」
巻
五
)
と

い
う

が

ご
と

く

で

あ

る
。

こ
の
よ

う
な
多

読
主

義
的

な
読

書

法

に
対

し

て
、

宋

ひ
と

の
読
書

法

の

も

う

一
つ
の
側
面

と
し

て
精

読
主

義

的
方

法

が
あ

る

。
蘇

拭

は

、

「
与

王

郎

書
」

(
「艇
斎
詩
話
」
に
引
く
〉
に
お

い

て
い
う

。

少

年

の
学
を

為
す

者

は
、

一
書

ご

と

に
皆

数

次

の
読

を

作

す
。

書

の

富

は
海

に
入

る
が

如

く
、
百

貨
皆

あ

り

。
人

の
精
力

は
兼

ね
収

め

尽

く

取

る
能
わ

ざ

れ
ば

、
た
だ

そ

の
欲

求
す

る
所

の
も

の
を
得

る
の
み
。

故

に
願

わ
く

は
学

者

は
毎

次

一
意

を

作
し

て
之

を
求

め

ん

こ
と

を
。

も

し
古

今

の
興
亡

治
乱

・
聖

賢

の
作

用
を

欲

求

す
れ

ば

、
且

只
此

の

意

を
作

し

て
之
を

求

め
、除

念
を

生

ず

る

こ
と

な
か

れ
。
又
格

別

に

一

意

を
作

し

て
事
　

・
文

物

の
類

を
求

む

る
も
亦

た

か

く

の
如

く
す

。

他

は
皆

こ
れ

に
倣

え
。

学
成

り

て
八

面

に
敵

を
受

く

る
が

若
き

は
、

渉
猟

者

と

日
を
同

じ
う

し

て
語

る
可
か

ら

ず
。

こ

こ
に

い
う
読

書

は
、

い

は
ば
人

生

の
為

の
読
書

で

あ

り
、

従
前

の
記

請

を
主

体

に
し

た
読
書

法

と
は
自

ら

趣
き

を
異

に
す

る
も

の
で

あ

る
が
、

宋

に
お

い
て
は

こ
の
よ
う

に
自

己

の
主

体
性

の
確
立

を

め
ざ

し

て
思
想

内
容

に
ま
で

た
ち

入

っ
た
深

い
思
索

が

要
求

さ
れ

る

。
蘇
執

は

い

う
、

「
旧
書

は
百
回

の
読

を
厭

わ
ざ

れ
。
熱

読

深

思
す

れ
ば
子

自

ら
知

る
」
(
「
送

安
惇
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秀
才
失
解
西
帰
」詩
)
と

。
か

く

「
熟
読

深
思

」
し

て
、
哲

学
的

思
索

を
好

む

宋
代

の
詩
人

は
、

屡

々
経
典

に
注
釈

を
施

し

、
唐

ひ
と

を
軽

ん
じ

て

「
唐

人

は
詩

に

工
な

る
も

道

を
聞

く

に
願
な

り
」
(蘇
轍

「
詩
病
五
事
」
)と

ま
で

言

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
精

読
主
義

的

読
書

は
、
宋

代
文

学

の
哲
学

性

や

思
想

性

と
も

相
関
連

す

る
面

が
多

分

に
あ

る

が
、
作

詩
作

文

の
典
型

と
し

て
学

ぶ

べ
き

古
典
作

品

に
対

し

て
も

、
徹

底
的

に
熟

読

玩
味
を
加

え

る
風

潮
を

生

ん
だ

。
例

え
ば

、
唐
庚

が

、

「
作

文

は
當

に
司
馬

遷
を

学

ぶ

べ
し

。

作

詩
は

當

に
杜
子
美

を
学

ぶ

べ
し

。

二
書

は
ま

た
須

ら

く
常

に
読

む

べ
し
。

所
謂

一
日
と
し

て
此

の
君

な

か
る

べ
か

ら
ざ

る
な

り
」

(
「却
掃
編
」

下
)

と

い
う

よ

う

に
。

か

か

る
宋
代

士
大

夫

の
学

問
読
書

に
対

す

る
並

々
な
ら

ぬ
情

熱
が

、
当

時

の
文
学

論

に
反
映

し

な

い
は
ず
は
な

い
。

西
毘

派

の
楊
億

は
、

「
凡

そ

文
章

を
為

る

に
用

い
る
所

の
故

事
、
常

に
子

姪
諸

生
を

し

て
出

虜

を
検

討

せ
し

め

、
毎
段

小
片

紙
を

用

い

て
之

を
録

せ
し

む
。

文

の
既

に
成
れ
ば

則

ち
録

す

る
所

を
綴
粘

し

て
之
を

蓄

う
。
時

の
人

こ
れ

を
柄

被
と

い
う

」
(
「

宋
名
臣
言
行
録
」
巻
四
に
引
く

「呂
氏
家
塾
記
」
)
と

い
わ

れ

て

い
る
が
、

こ
れ

は
、

「
多

く
書

冊
を

簡
び

閲
し

、
左

右

に
鱗
次

し

て
、
獺

祭
魚

と
号

し
」

た
李

商
隠

の
や
り
方

を
踏

襲
し

た
も

の
で

、
主

と

し

て
四
六
文

を
作

る
と

き

の
創
作

方
法

で
あ

っ
た
と

み
ら
れ

る
。

劉
放

は
、

典
故

を
調

べ
る

の

に

簡
便

な

「
初
学

記
」

を
愛

し

て
、

「
止
だ

に
初
学

の
み

に
非
ず

、
終
身

記

と

な
す

べ
し
」

と

い

っ
た
と

い
わ
れ

(司
馬
光

「
続
詩
話
」
)
、

「
看
多

、
倣

多
、

商
量

多
」

の
三
多
で

有
名

な
欧

陽
修

は
、

「
作

詩

は
須
ら

く
多

く
古

今

の
人

の
語
を
諦

す

べ
し

。
独

り
詩

の
み

な
ら
ず

。

そ

の
他

の
文

字
も

皆

然
り

」

(
「試
筆
」
)
と

い
い
、
ま

た
文
章

に

つ
い
て
、

「
他

の
術

な
し

。

唯
だ

読
書

に
勤

め

て
多
く
之

を
為

れ
ば

自

ら

工
な
り

。
世

人

の
患

は
文

字

を
作

る

こ
と

少

な
く

、
又
読
書

を
癩

り
、
一
篇

の
出
つ

る
毎

に
、

即
ち

人

に

過
ぐ

る
を
求

む

」
と

い

い
、

蘇
拭

も

こ
れ
を
肯

定

し

て
い
る

(
「東
披
志
林

」
巻

一
〉
。
蘇

拭

は
、
自

ら
行

雲
流
水

の
如

き
才

能
を

誇

っ
た
が

、
時
折

、

「
別
来

十
年

学

ぶ

こ
と

厭
わ

ず
、

菖
巻

を
読
破

し

て
詩
愈

々
美

な
り

」

(
「
送
任
仮
通
判
黄
州
、
兼
寄
其
兄
孜
」
詩
)
な
ど
と

い
い
、
ま

た
書
法

に

つ
い

て
い

っ
た

言
葉
で

は
あ

る
が

、
「
退

筆
山

の
ご

と
き
も

未
だ

珍
と

す

る

に
足

ら
ず

、
読
書

万
巻

に
し

て
始

め

て
神

に
通
ず

」

(
「
柳
氏
二
外
甥
求
筆
跡
」
詩
〉

と

い
う

の
も

、
学

問
読
書

の
偉
大

な
効

用
を
教

え

た
も

の
で

あ

る
。

四

上
述

し

て
き

た
よ
う

な
学

問
読
書

を
尊

重
す

る
時

代
的

風
潮

を

バ

ッ
ク

に
、

こ
れ
を

最
も

重
視

し
た

詩
人
黄

庭

堅
が
登

場
す

る
。

「
そ

れ
士

は

一

日
と

し

て
学

ぶ

こ
と
無

か
る

可
か

ら
ず

」

(黄
集

一
三
「浜
州
分
寧
県
蔵
書
閣
銘

」
〉
、

「
君
子

は

一
日
と

し

て
学

ば
ざ

る

こ
と
無
き

な
り

。
豊

に
た
だ

日
な

ら
ん

や
、

一
時
と

し

て
学

ば

ざ
る

こ
と
無

き
な

り
。

豊

に
た
だ

時
な

ら
ん

や
、
須

奥
も
学
ば

ざ

る

こ
と

無
き

な
り

。
学

な
る
哉
身

な

る
哉

、
身

な
る

哉

学

な
る
哉

」

(黄
集

う
三

「優
仕
斎
」
)
と

い
う
程
学

問

を
重

ん
じ

た
彼

は
、

天
才

説
を

真
向

う

か
ら

否
定

し
、

「
才

」
は
学

問

に
よ

っ
て
こ

そ
成

る
も

の
だ
と

明
白

に
主

張

し
た
。

天
は
才

を
生

ず

る

に
難

し
。
而

れ
ど

も
才

あ
る
者

は

学
問

琢
磨

を
須

ち

て
以

て
晩

成

の
器

に
就

る

。
そ

の
能
わ

ざ

る
者

は

則
ち

怨
を

天

に

帰

す

る
を
得

ざ

る
な
り

。
世

は
実

に
才
を

須

つ
も
才
あ

る
者

は
未
だ

必
ず
し

も

用

い
ら

れ
ず

。
君

子
は
未

だ
嘗

っ
て
世

に
用

い
ら
れ
ざ

る

を

以

て
学
問

を
廃

せ
ず

。

そ
れ
自

ら
廃
惰

せ
ん

か
、

則
ち

怨
を
世

に

帰

す

る

こ
と

を
得
ざ

る

な
り
。

(黄
豫
章
文
集
巻

一
九
「答
李
幾
仲
膚
」
〉

こ
の
よ
う

に
学

問

に
よ
る
自

己

陶
冶

に
よ

っ
て
、

天
才

の
領

域

に
到
達

で

一7一



き

る
と
す

る
黄

庭
堅

は
、
芸

術
創
作

に
お

い
て
も
、
学

問
読

書

に
よ

る
後

天

的

な
練

磨

を

こ
と

に
重

ん
じ
た

の
で
あ

る
。

彼

は
「
読

書
万

巻
を
破

る
」

こ
と

こ
そ
が

、
芸

術

(詩

文

書
画

)

の
創

造

に
必
須

の
条
件

で
あ

り
源
泉

で

あ

る

こ
と

を
実

に
屡

々
語

っ
て
い
る
。

そ

の
う
ち
彼

が
詩

文

に
お

い
て

学

問
読
書

が

如
何

に
必

要
で

あ

る
か

を
力

説
し

た
言
葉

を

い
く

つ
か

あ
げ

る

こ
と

に
す

る
。

詩
意

の
高

勝

な

る
は
、

要
ず
学

問
中

よ
り
来

る

の
み
。

後
来

の
詩
を

学

ぶ
者

は
、
時

に
妙

句

あ
る
も

、
讐

え
ば

眼
を
合

じ

て
象

を
模
つ

る

が
如

く

、
触

る
る
所

に
随

っ
て
体

に

一
威

を
得
れ

ば
、

即
似
な

ら
ざ

る

に
非

ざ

る
も

、
要

且

ず
是
な
ら

ず
。

若
し

眼
を

開
け
ば

則
ち

全
体

之

を

見

る
。
古

人

の
虜

に
合

し

て
証

を
取

る
を
待

た
ざ

る
な
り

。

(
「善
渓
漁
隠
叢
話
」
前
集
四
七
に
引
く
)

寄

詩
、

語
意

老

重
、

数
過
読

み

て
、
手

を
去

る
能

わ
ず

、
継

い
で
以

て
歎
息

す

。
少

し
く

意
を
読

書

に
加

う
れ
ば

、
古

人

に
も

到
り

難
か

ら

ざ

る
な

り
。

諸
文

亦

た
皆

好
し

。
但

だ
古

人

の
縄
墨

を
少

く

の
み

。

更

に
司

馬

子
長

・
韓

退
之

の
文
章

を
熟

読
す

べ
し

。
(
「答
洪
駒
父
書
」
〉

学
詩

の
工
夫

は
、

多

く
書

を
読
み

て
貫

穿
す

る
を

以

て
す
れ
ば

、
自

ら
當

に
平
淡

に
造

る

べ
し
。
勤

め

て
董
費

劉
向

の
諸

文
字

を
読

む

べ

し
。

論

議
文

字
を

学
作

ば

ん
と
す

れ
ば

、
更

に
蘇
明

允

の
文
字

を
取

り

て
之

を
読

め
。

古
文

は
要

ず
気
質

渾

厚
な

る

べ
く
、
太

だ
し

く
は

雛

琢

す

る

こ
と
な

か

れ
。

(
「
踪
師
録

」

に
引
く

「
与
洪
駒
父
書
」
)

送

る
所

の
新
詩

、
皆

興

は
高

遠

に
寄

す

る
も
、

但
だ

語

の
生

硬

に
し

て
律

呂

に
譜
わ

ず

、
或

い
は
詞
気
初

め
意

を
造

す
時

に
逮

ば
ず
。

此

の
病

は
亦

た
只

だ

是
れ
読

書
未

だ
精

博

な
ら
ざ

る

の
み
。

長
袖

善
く

舞

い
、
多

鍵

善
く

買

う
は
虚

語
な

ら
ざ

る
な

り
。
…

…
往

年
嘗

っ
て

東
破

先
生

に
文

章

を
作

る

の
法

を
請

問

す
。

東

披
云

う

、

但
だ

「
礼

記
」

の

「
檀
弓
」

を

熟
読

す

れ
ば

當

に
之

を

得

べ
し

、

と
。

既

に
し

て

「
檀
弓
」

二
篇

を

取

り

て
読

む

こ
と
数

百

過

、
然

る

後
後

世

の
文

章

を

作
り

て
古

人

に
及
ば

ざ

る

の
病

を
知

る

こ
と
、

日
月

を

観

る
が

ご
と
き

な
り

(
「与
王
観
復
書
」
)

若

し

楚
辞

を
作

り

て
古

人

に
追

配

せ

ん
と

欲

す
れ

ば

、
直

だ
須

ら

く

楚

辞

を
熟
読

し

、
古

人

の
用
意

曲
折

の
慮

を
観

て
之

を
講
学
す

べ
し
。

然

る
后

筆

を
下

せ
ば

、
讐

え
ば

巧
女

の
文
繍

の

一
世

に
妙
絶

た

る

が

ご

と
し

。
錦

を
作

ら

ん
と
欲

す

れ
ば

必

ず
錦

機

を
得

て
、

乃
ち
錦

を

成

す

の
み
。

(
「除
師
録
」
に
引
く

「与
王
立
之
書
」
)

こ

の
よ
う

に
彼

は
、
作
詩

作

文

の
要

諦

と
し

て
、

該

博
精

密

に
学

問
読

書

を

積

み
、
徹

底
的

に
古

人

の
創
作

法

を
学

ぶ

こ
と

を

唱
え

、

「
詩

は

工
み

一

に
し

て
学

の
進
め

る
を

知

る
」

(内
集
巻
十

「
次
韻
子
購
和
王
子
立
風
雨
…
」
詩
〉
8

と

い
い
、
詩

が
未
熟

な

の
は

、

「
読
書

未

だ
萬

巻

を
破

ら

ず
。

古
人

の
文

口

章

を
観

て
、
未

だ

尽
く

そ

の
規

模

を
得

る

こ
と
能

わ

ざ

る
」
(蹟
書
柳
子
厚
詩
」
)

か

ら
で

あ

る
と

い
う
。

け
れ

ど
も

彼

の
読
書

目

的

は
、

た
だ

単

に
文
学

技

巧

の
徹

底
的

習
得

の
た

め

に
の
み

あ

っ
た

の
で

は

な

い
。

文

学
創
作

の
根

底

で
あ

る
心
性

の
練

磨
も

ま

た
、
彼

に
と

っ
て
は
絶

対

に
な

い
が
し

ろ

に

す

る

こ
と

の
で

き

な

い
も

の
で
あ

っ
た

。

読
書

は
須

ら

く
精
し

く

一
経

を
治

め
、

古

人

の
関
涙

子
を

知

る

べ
し

。

然

る
後
見

る
所

の
書

伝

は
そ

の
指
趣

を
知

り

、
世

故

を
観

る

に
吾

が

術
内

に
在

り
。

古
人

の
所

謂
膓

は
大

な

ら

ん

こ
と

を
欲

す

る
も
心

は

小

な
ら

ん

こ
と

を
欲

す

る
な
り

。
世

の
穀
誉
愛

憎

を
以

て
動
か

ず

、

こ
れ
謄

の
大
な

ら
ん

こ
と

を
欲

す

る
な
り

。
法

に
非

ざ

れ
ば
言

わ
ず

、

道

に
非
ざ

れ
ば

行
わ
ず

、
此

れ

心

の
小

な

ら

ん

こ
と

を
欲

す

る
な
り

。



文

章

は
乃
ち

そ
の
粉
澤

な

り
、

要
須
ず

そ

の
根
本

を
探

る

べ
し
。

本

固

け
れ

ば
則

ち
世

故

の
風
雨

も

漂
揺
す

る

こ
と

能
わ

ず
。
古

の
特

立

独

行

す
る
者

は
此

の
道

を

用
う

る
の
み
。

(
「与
洪
駒
父
書
」
)

人

格
主

義
的

道
徳

主

義
的

リ
ゴ

リ
ズ

ム
に
満
ち

た
彼

の
こ
の
よ

う
な
言

葉

は

、
随

所

に
み
ら

れ

、
例

え
ば

、

「
経
を
治
む

る

の
法
は

、
独

り
そ

の
文

章

を

玩

ぶ
の
み
な

ら

ず
。
義

理

を
談
説

す
る

の
み
。

=
言

一
句
皆

以

て
心

を

養

い
性
を

治
む

…

…
此

の
心
術

を

以

て
文
章

を
為

れ
ば

、
意

の
如

く

な

ら

ざ

る

な
し
」

(
「書
贈
韓
壌
秀
才
」
〉
、

「義

理

を
思

え
ば
則
ち

精

な
ら

ん

こ

と

を
欲
し

、
古

今

を
知

れ
ば
則

ち
博

か
ら

ん

こ
と

を
欲
し

、
文

を
学

べ

ば

則
ち

古
人

の
規

模

を
観

る
」
、「
除
師
録
」
に
引
く
)
な
ど

と

い
い
、
文
章

を

作

る

に
は
、

ま
ず

経
史

を
熟

読
し

て
人

格

の
陶

冶
を
積

む

こ
と
が

肝
要
で

あ

る

と
主
張

す

る
。

さ
ら

に
そ
れ

は
、

彼
が
徐

傭

の
詩

に

つ
い
て

い

っ
た

「
そ

の
未
だ

至
ら

ざ

る
も

の
は

、
経
術

を
探

る

こ
と
未

だ

深
か
ら

ず
、

老

杜

・
李

白

・
韓

退

之

の
詩
を
読

む

こ
と
熟

せ
ざ

る

の
み
」
(
「与
王
観
復
書
」
)

や
、
「
読
書

は
多
き

を
求

む

る

こ
と
な
か

れ
。
要

須
ず
貫

穿

す

べ
し

。
使

し

義

理
融

暢
し

て
筆

を

下
す
時

は

、
塞
吃

せ
ざ

る

に
庶

し
」

(
「籐
師
録
」
に

引
く
)

や
、

「
近

世

の
少
年

、
肯

て
深

く
は
経

史
を

治
め

ず
。
徒

ら

に
取

り

て
詩

を
助

く
。

故

に
遠
き

を
致

さ
ば

則
ち
泥

む
」

(
「蟻
斎
詩
話
」
に
ひ
く

山
谷

「
与
方
蒙
書
」
)
な
ど

の
言

葉

に
も

明
白

に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら

に

ま

た
黄

庭
堅

は
、

読
書

に
よ
る
き

び

し

い
鍛
錬

を
説

き
、

「
与
王
子

予
書

」

で

そ

の
読
書
法

を

次

の

よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

比

来
読
書

何

似

を
審
ら

か

に
せ
ず

、
想

う

に
道

義
を

以

て
粉
華

の
兵

に
敵

す

れ
ば

、
戦

勝
久

し
。

古

人
に
言
あ

り

、

「
敵

を

一
向

に
井

せ

て
、
千

里

に
将

を
殺

す
」

と
。
要

須
ず
心

地

に
汗
馬

の
功

を
牧

む

べ

し
。
読

書
し

て
乃
ち
味

あ

れ
ば
書

策
を
棄

て
て
遊

息

す

る
と
も
書

味

は
猶

お
胸
中

に
あ
り

。
久
し

く
し

て
乃
ち

古
人

の
心

を
用

う
る
盧

を

見

る
。
此

の
如

く

な
れ
ば

則
ち

心

を

一
両

の
書

に
尽

せ
ば

、

そ
の
瞭

は
竹

節

を
破

る
が
如

く

、
皆

刃
を
迎

え

て
解

く

な
り

。

こ
れ
を
見

て
も

彼
が

た

だ
漫
然

と
博

く

深
く
学

ぶ

こ
と
を

説

い
た
も

の
で

は

な

い

こ
と

が
わ
か

る
。

並

々
な

ら

ぬ
読

書

の
修

練

を
経

て
、

自
由

自
在

に
物

事

の
核

心
を
突

き

、
打

て
ば
響

く

よ
う

に
活

用
し

え

て
始

め

て
読
書

.

の
功

を
得

た

と
言

え
る

の
で
あ

る
。

彼

は

こ

の
よ

う

に
屡

々
読
書

を
変

幻

自
在

な
孫

子

の
兵
法

に
讐

え

て

い
る
が

、
詩
作

も

も

と
よ

り
か

か

る
修
練

.

を

経
な

け
れ
ば

十
分

な
も

の
と
は

い
え

な

い
の
で

あ

る
。

蓋
し

俗

を
以

て
雅
と

な
し

、
故

き

を
以

て
新

と

な
せ
ば

、

百
戦

百
勝

す

る

こ
と
孫

呉

の
兵

の
ご
と

し
。

棘
端

の
以

て
嫉

を

破

る

べ
き

は
、

甘

蝿
飛
衛

の
射

の
ご

と

し
。

こ
れ
詩

人

の
奇

な
り

。
(
内
集
巻
↑
二

「再

次
韻
」
序
)

高
子

勉

、
詩

を
作

る

に
杜

子
美

を

以

て
標

準

と
な

し

、

一
事

を

用
う

る

こ
と
軍

中

の
令

の
ご

と
く

、

一
字

を
置

く

こ
と

関
門

の
鍵

の
ご
と

し
。

而
も

之
を

充
た

す

に
博
学

を

以

て
し

、

之
を

行
う

に
温
恭

を

以

て
す

。

天
下

の
士

な
り
。

(
「蹟
高
子
勉
詩
」
)

以
上

の
よ

う

に
、
黄
庭

堅

の
読
書

に
対

す

る
態
度

は
、
実

に
峻

厳
を

き

わ

め
た
も

の
で
あ

っ
た

が
、
彼

が
か

く
学

問
読

書

を
強

調
し

た
外

的
要

因

と

し

て
は
、
王

安
石

の
科

挙
改
革

に
よ

っ
て
、
読

書

量

の
乏

し

い
新

興
官

僚

層

が
拾

頭
し

、

旧
来

の
文

化
土

壌

に
育

っ
た
幅

広

い
教

養
を

も

つ
彼
ら
文

化

人
が

、
き
び

し

い
圧
迫

に
さ
ら

さ
れ

た
当
時

の
社
会
状

況

へ
の
反
揆

が

挙

げ
ら

れ
る

か
も

し
れ

な

い
。

五

李
商
隠

の
流

れ

を
汲

ん
で

霧
し

い
典
故

を
ち

り
ば

め

た
西

毘
体

の
難
解

な
詩

風

を

一
掃

し

、
現
実

感

に
み
ち

た
平

明
直

裁

な
詩
風

の
確

立

を
目
標

と

し
た
宋

詩

も
、
学

問
読

書

を
重

ん
ず

る
当
時

の
風

潮

に
よ

っ
て
、
次
第
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に
ま

た
難
解

な
も

の

へ
と
転

じ

、
そ
れ

は
黄
庭

堅

の
詩

に
お

い

て
極

っ
た

。

形
而

上
的
思
惟

の
難
解

さ

は
暫

く
置
く

と
し

て
、

典
故
使

用

の
面

に
お

い

て
も

、
従
前

と

は
違

っ
た
意

味
で
難
解

な
も

の
に
な

っ
た

の
で
あ

る
。
西

毘

体

の
詩

が
、

絢
煽

華
麗

に
典
故
を

ち
り
ば

め

非
現
実

の
世

界
を
志

向

す

る

の
に
対

し

て
、
彼

ら
は
あ

く

ま
で
も

日
常
性

に
立
脚

し
、
卑

近

な
現
実

を
詠

い
な

が
ら
も

、
典

故
を

駆
使

し
学

問
を

鋪
張

し

て
、

日
常

性
を

昇
華

し
抽
象

化

し
よ

う
と

し
た

と

こ
ろ

に
そ

の
特
色

が
あ

る
。

そ
れ
故

、
肺

肝

を

つ
い
て
溢

れ
出

る

よ
う

な
み
ず

み
ず
し

い
仔
情

性

は
な
く

、
き

わ
あ

て

街
学

的
な

い
し

高
踏
的

な

雰
囲
気

を
醸

し
出

し

て
い
る
。

今

、
黄

庭

堅

の
詩

に

お
け

る
そ
う

し

た
典

故
使

用

の
特

徴
あ

る
例

を
幾

つ
か
挙

げ

る
と
、

(
例

一
)

平
生

幾
輌

履

身

後
五
車
書

(「和
答
銭
穆
父
詠
狸
狸
毛
筆
」)

幾
輌
展
は

「
晋
書
」
玩
孚
伝
の

「未
知

一
生
能
著
幾
輌
履
」
を
、
五
車
書
は

「
荘

子
」
天
下
篇
の

「恵
施
多
方
、
其
書
五
車
」
を
ふ
ま
え
る
。

狸
々
の
こ
と
を
人

事
に
借
り
て
詠

っ
た
も
の
で
、

「
人
間
の
属
を
喜
ん
で
は
く
と
い
う
狸
々
は
、
生

前
果
し
て
何
足
の
履
が
は
け
た
か
知
ら
な
い
が
、
死
し
て
そ
の
毛
は
筆
と
な
り
、

'

こ
れ
を
用
い
て
尾
大
な
書
物
が
作
ら
れ
た
」
の
意
。

(例
二
)
管

城
子
無

食

肉
相

孔
方

兄
有
絶

交
書

(
「
戯
呈
孔
毅
父
」
)

管
城
子
は
韓
愈
の

「毛
頴
伝
」
に
よ
り
、
筆
を
指
す
。
食
肉
相
は

「
後
漢
書
」
班

超
伝
の

「飛
而
食
肉
、
菖
里
侯
相
」
を
ふ
ま
え
る
。
孔
方
兄
は
、
晋
の
魯
褒
の
銭

神
論
に

「親
之
如
兄
、
字

日
孔
方
」
を
ふ
ま
え
、
あ
な
あ
き
鏡
を
指
す
。
絶
交
書

は
盤
康
に

「与
山
濤
絶
交
書
」
が
あ
る
。
二
句
は

「文
筆
嫁
業
で
は
出
世
も
の
ぞ

め
ず
、
金
銭
と
は
全
く
縁
を
絶
っ
た
状
態
だ
」
の
意
。

(例
三
〉
春

風
春

雨
花

経
眼

江
北

江
南

水
拍

天

(
「
次
元
明
韻
寄
子
由
」)

春
風
春
雨
と
江
北
江
南
と
は
詩
家
の
常
用
す
る
文
学
用
語
。
こ
れ
に
杜
甫
の

「
且

看
欲
尽
花
経
眼
」
の
下
三
字
、
韓
愈
の
「
海
気
昏
昏
水
拍
天
」
の
下
三
字
を
そ
れ
ぞ

れ
添
え
て
、
ま
と
ま
っ
た
詩
句
と
し
た
も
の
で
、

「
春
風
春
雨
の
な
か
を
行
け
ば

春
の
花
は
眼
前
に
移
り
変
わ
り
、
江
北
江
南
の
地
方
に
は
水
が
ひ
た
ひ
た
と
天
に

ま
で
打
ち
寄
せ
て
い
る
」
の
意

こ
の
よ
う

な
黄
庭

堅

の
造

句
法

を
最

も
特

徴
的

に
示

し

て
い
る
も

の
は

、

有
名

な

「
奪
胎
換

骨

」

・

「
鮎
鉄

成
金

」
法

で
あ
る

。
彼

は

「
答
洪
駒

父

書

」

に
お

い
て
、

自
ら

語
を

つ
く

る
は
最

も
難

し
。
老

杜

の
作
詩

、
退
之

の
作
文

、
一
字

と

し

て
来

処

な
き

は
な
し
。

蓋
し
後

人

読
書
少

し
、

故

に
謂
え

ら
く

韓
杜

は
自

ら
此

の
語
を

作
り

し

の
み
、
と

。
古

の
文
章

を
為

る
も

の

は

、
真

に
能
く
万

物
を

陶
冶

す
。
古

人

の
陳
言

を
取

り

て
翰

墨

に
入

る
と

錐
も

、
霊

丹

の

一
粒

の
如

く

、
鉄
を

鮎
じ

て
金

と
成
す

な
り

。

と

い

っ
て

い
る
。
ま

た

「
冷

斎
夜

話
」

そ

の
他

に
山

谷

の
言
葉

と
し

て
引

く

と

こ
ろ

の

詩
意

は
無

窮

に
し

て
人

の
才

は
有

限
な

り
。
有

限

の
才
を

以

て
無

窮

の
意

を
追

え
ば

淵
明

・

少

陵
と

錐
も

尽
す
能

わ
ざ

る

な
り
。
然

れ

ど
も

そ

の
意
を

易
え
ず

し

て
そ

の
語
を
造

る

、
之
を

換
骨
法

と

謂
う
。

そ

の
意

を
規
模

し

て
之

を

形
容
す

、
之

を
奪

胎
法

と
謂
う

。

も

そ
れ

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

も

っ
と
も

、

「
古

人

の
意

を

用

い
て
、

こ
れ
を

黙
化

し
」
精

彩
あ

る
詩

句

と
す

る

こ
の
よ

う
な
作

詩
法

は
、
従

来

な
さ
れ

て

い
な
か

っ
た
わ

け
で

は
な
く

、

「

「
塵
史

』

に
云
う

。
古

の
善

く
詩
を

作

る
者

は
、

工

み

に
人

の
語

を
用

い
、
渾
然

と

し

て
己
れ

に
出
つ

る
が
ご

と
し

。

予
李
杜

に
お

い

て
之

を
見

る
云

々
」

(
「著
渓
漁
隠
叢
話
後
集
」
巻
二
六
東
披

ご

と

い
わ
れ

る

よ
う

に
、
完
全

に
独

創
的

な
詩

人
で

な

い
か

ぎ
り

誰
で
も

多
少

は
行

う

こ

と
で

あ

っ
て
、
す

で

に
唐

の
劉

萬

錫
が

「来

歴

な
き
字

は
前

輩
未

だ
嘗

っ
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て

用

い
ず

」
と

い
い
、
北
宋

の
孫

覚
が

「
杜
詩

は

一
字

と
し

て
来
歴

な
き

は

な
し

。

」
と

い

っ
た
と

さ
れ

、
王
安
石

・
蘇

韓
な
ど

も
、

こ
の
技
術

を

時

折

用

い
て

い
た
と

い
わ

れ
る

。

け
れ
ど

も
見
方

を

か

え
れ
ば

こ
の
よ

う

な

作

詩
法

は
、

「
特

に
剰

窮

の
鮎
者

の
み
」

(「濾

南
詩
話
巻

三
)
な

ど
と

い

わ

れ

て

い
る
よ
う

に
、
前

人

の
詩
句

を
盗

む
も

の

に
他

な
ら
ず

、

こ
れ
を

屡

々
用

い
、
ま

た

こ
れ
を

あ

か
ら

さ
ま

に
主
張

す

る

の
は
、
後

め
た

く
揮

ら

れ
が

ち
な

こ
と
で

あ

っ
た

ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、

黄
庭

堅

は

こ
れ
を
公
然

と

主
張

し
、

先
行
作

品

の
発
想

を

鋭
意

利

用
し
改

作
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
新
し
い
生

命
を
も
た
せ
る

こ
と
を

説

い
た

の
で
あ

る
。

そ

の
作
詩
法

の
実

例

を

一
二
挙

げ

る
と
、
ま

ず
、

前

人

の
詩
を

ほ
ぼ

全
体
的

に
改
作

し
た

例
と

し

て
、

徐
陵

「
鴛
鴛
賦
」

黄
庭
堅

「睡
鴨
」

山
難
映
水
那
自
得
ー
ー
ー
山
難
照
影
空
自
愛

孤
鷺
舞
鏡
不
成
隻

孤
鷺
舞
鏡
不
作
隻

天
下
真
成
長
合
会

天
下
真
成
長
会
合

無
勝
比
翼
両
鴛
鴛

両
禿
相
筒
睡
秋
江

ま
た

、
前

人

の
律
詩

を
た

ち
わ

っ
て
絶

句

二
首

に
改
作

し
た

例
と

し

て
、

白
居

易

「
寄

行
簡

」

黄
庭

堅

「講

居
蛤

南

十
首

」

の
う
ち

相
去
六
千
里

相
望
六
千
里

地
絶
天
逸
然

天
地
隔
江
山

十
書
九
不
達
＼

十
書
九
不
到

何
以
開
憂
顔
＼

何
里

開
顔

O

渇
人
多
夢
飲
/

病
人
多
夢
馨

餓
人
多
夢
餐
/

囚
人
多
夢
赦

春
来
夢
何
盧
/

如
何
春
来
夢

合
眼
到
東
川
ー

合
眼
在
郷
社

が
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
数
句

か
ら

一
詩

を

そ

っ
く

り
利

用
し
た

例

は
、
そ

れ

ほ
ど
多

く
は

な
か

ろ
う
が

、

一
両
句

を
巧

み

に
改

作
し

、
自

家
薬
籠

中

の
も

の
と

し

て
活

用

さ
せ
た
も

の
な
ら
数

え
き

れ

な

い
程

た
く

さ
ん
あ

る
。

あ
ら

ゆ
る
古

典
作

品
を

み
ず

か
ら

の
新

詩
境
開

発

の
た
め

の
武

器
と
し

て

積
極

的

に
利
用

し
た
彼

の
こ
う
し

た

や
り
方

は
、

い
わ
ば

古
典

の
創

造
的

模
倣
で

あ

り
、

一
見
安

易
な

よ
う

に
見

え
る

が
、
実

は
き
び

し

い
修
練

と

高

度

の
技

巧
が
あ

っ
て
、
始

め

て
か

よ

う

に
彪

犬
な
材

料
を

自

由
自
在

に

駆
使

し
、
自

ら

の
詩
的

世

界
を
築

く

こ
と
が
で

き

る

の
で

あ

る
。

「
黄

庭

堅
は
好

ん
で
南

朝

人

の
語

を

用

い
、

専
ら

古
人

の
未

だ
使
わ

ざ

る

の
事

を

求

む
。

又

一
二

の
奇
字
も

て
綴

葺
し

て
詩

を
成

す
」

(
「臨
漢
隠
居
詩
話
」
)

と
か
、

「
黄
魯

直

、
始
め

専
ら

古
人

の
才

語
を

取
り

て
以

て
事

を
叙

す

。

造
次

の
間

と
錐
も

必
ず

工
な

ら
ん

こ
と

を
期

し
、
遂

に
以

て
名
家

た

り
」

(
「
曲
清
旧
聞
」
巻
九
)
と

か

い
わ

れ

る
よ

う

に
、

非
常

な
鍛
錬

に
よ

っ
て

こ

の
峻
厳

な
技

法
を

身

に

つ
け

た
彼

は
、

「
語

人
を
驚

か
さ
ず

ん
ば

死
す

と

も

休
ま

ず
」

と

い
う
杜
甫

の
言
葉
を

愛
し

、
自

ら
も

「
文
章

は
最

も
人
後

に
随
う

を
忌
む

」

(外
集
補
巻
四

「
贈
謝
敵
王
博
喩
」
)
、

「
人

に
随

っ
て
活

を

作
せ
ば

終

に
人

に
後

る
。
自

ら

一
家

を

成
し

て
始
め

て
真

に
逼

る
」

(

外
集
巻
二

「以
右
軍
書
数
種
贈
邸
+
四
」
〉
、

「
古
法

を
領

略
し

て
新
奇

を
生
ず

」

(内
集
巻
七

「
次
韻
子
晦
和
子
由
観
韓
幹
馬
」
〉
な
ど
と

い

っ
て
い
る
。

こ
れ

ら

の
言
葉

か
ら
も

、
学

問

の
力

に
よ

っ
て
、

何
が
何

で
も
前

人

を
凌
駕

し

よ

う
と
す

る
宋
代

知
識

人

の
意

気
込

み

を
見

る

こ
と

が
で

き
る

。

時

代

が
降

る

に
従

っ
て
、
優
れ

た
前

人

の
作
品

が

つ
ぎ

つ
ぎ

と
山

積
し

、
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後
生

の
詩
人

の
前

に
魅
惑

的

な
詩
作

の
宝

庫
と

し

て
提
供

さ
れ

る
。
殊

に

漢
語

の
特

色

か
ら

、
中

国

の
詩

は

、
古
典

を
利

用
し

や
す

い
傾

向

に
あ
り

、

思
想

的

に
も
内

心

か
ら

信
奉

し

て

い
な

く

て
も

、
安

易

に
既
成

思
想

に
も

た

れ
か

か

っ
て
自

己

の
感
情

を
語

る

こ
と
が
で

き

る
。

そ
う

い
う
意

味

に

お

い
て
、
表

だ

っ
て

は
主
張

さ
れ

な
く

て
も

、
典
故

を

用

い
た
り
前

人

の

作

品
を

巧

み

に
利

用
し

自

己

の
作

品
と

し

て
鋸
鋳

す
る
創

作
法

が

、
中

国

詩

の
発

展

に
寄
与

す

る
度
合

は
、

も
と

も
と

少
な

か
ら

ぬ
も

の
が

あ

っ
た

と
考

え
ら
れ

る
。

そ

し

て
そ
れ
を

公
然

と
主

張

し
た
彼

の

「
奪
胎

換
骨

」
・

「
鮎
鉄

成
金

」
論

が

、
以
後

江
西

詩
派

に
承

け
継

が

れ
、
紛

々
た
る
論

議

を

よ
び

な
が

ら
も

、
堂

々
と

ま
か

り
通

る
と

こ
ろ

に
、
「才

」
よ

り
も

「学

」

を

重
ん

じ
た

宋
代

詩
論

の
特

色
が

窺

え
る

の
で
あ

る
。

六

学

問
読
書

を
尊

重

す
る

宋
代

詩
論

の
帰
着

点
を

示

し
た
黄

庭

堅

の

「
奪

胎
換

骨
」

・

「
貼
鉄

成
金

」
論

は
、

北
宋
末

期

以
後

、
閉
塞

さ

れ
た
社

会

状
況

の
中

で
詩

作

し
て

い
た

「
才
」

に
乏

し

い
小
詩

人
た

ち

(江
西
詩
派
)

に
継

承
さ

れ
た

。

現
実
社

会

へ
の
参
加

を

閉
ざ

さ
れ

た

こ
れ
ら

の
詩

人

の

多
く

は
、

自

己

の
小

さ

な
世

界

に
閉
じ

こ
も
り

、
黄
庭

堅

や
杜

甫

の
作

詩

法

を

ひ

た
す
ら

模
倣

し

た

の
で

あ

る
。
黄
庭

堅

よ

り
や

や
後

れ

た
唐
庚

(

一
〇
七

一
～

一
う
二

一
)
は
、

「
凡

そ
作

詩

は
平
居

須
ら

く
詩
材

を

牧
拾

し

て

以

て
用

に
備

う

べ
し
。

退
之

は

「
萢
陽
盧

殼

墓
銘
』

を
作

り

て
云

う
、
「
書

に
於

い

て
読

ま
ざ

る

と

こ
ろ
な
し
、

然

れ
ど
も

正

に
資
を

用

い

て
以

て
詩

を

為

る
」
と

。
是

な
り

」
と

か

、

「
詩

疏

は
閲
せ

ざ

る

べ
か

ら
ず

。
詩
材

最

も
多

し
。

そ

の
諺
語

を
載

す

、

「
絡

緯
鳴

き
瀬

婦
驚

く
』

の
類

、
尤
も

宜

し
く

詩
用

に
入

る

べ
し

」
と

か
、

「
楽
府

の
解

題

は
、
熟

読
す

れ
ば
大

い
に
詩
材
あ

り

。
余

が
詩

に
云

う
、

「
時

難

け
れ
ば

将

に
酒

を
進

め

ん
と

し

、
家
遠

け

れ
ば
楼

に
登

る

こ
と
な

か
れ
」

と
。
古

楽
府

の
名

を

用

い
て

対

を
作
す

な

り
」

(
「唐
子
西
文
録
」
)
と
か

い
い
、

常

々
書

物

の
中

か
ら
詩

材
を

捜

し

て
蓄

え

て
お
き

、

い
ざ

詩
作

す
る
時

に
備

え

る

べ
き

で
あ

る
と

、

公
然
と

書
物

に
依
拠

し

た
作
詩
法

を
主

張

す
る

。
ま

た
韓
駒

(?
.～

=

三

五
)
は
、

「
但

だ
近

年

の
人
家

の
子
弟

は
往

々
そ

の
小

し
く

才
あ

る
を
侍

み

て
更

に
書

を

読
む

を
肯
せ

ず
。

但
だ

詩
を
作

り

て
古
人

の
地
位

に
到

ら

ん

と

要
す

る
も

、
殊

に
知
ら

ず
古

人
未

だ
書
を

読
ま

ず
ん
ば

あ

ら
ざ

る

こ
と

を
。
大

い
に
欄

嘆

す

べ
き

の
み
」

、

「
今

人

に
小
時

に
文
名

の
大

い
に
著

わ

れ
、
久

し

く
し

て
振
わ

ざ

る
も

の
あ

り
。
そ

の
替

安

く

に
在

り
や
。

公

日

く

・
他

な
し

、
学

を
か
め

し

の
み
」

(
「
詩
人
玉
屑
」
巻
五
)
と

い

い
、
学
問

読

書
が

詩
作

に
如

何

に
不
可

欠

の
も

の
で

あ
る

か
を
強

調
し

て

い
る
。
か

く

て
江
西

詩
派

が
詩
壇

を
牛

耳

っ
た
北
宋

末
期

か

ら
南

宋

初
期

に
か

け

て

は
、
学

問
至

上
主

義
的
作

風

が
依
然

と
し

て
横

行
す

る
。
し

か
し
南

宋
中

期
以
後

に
な
る
と

、

こ

の
よ

う
な
創

作
法

を
肯

定
す

る
者

、
反
対

す
る
者

、

両
者

を
折
衷

す

る
者

に
分
か

れ
、

「
才

」
と

「
学

」

の
問
題

は
紛

々
た
る

論
議

を

よ
ん
だ

の
で

あ
る

。
紙
数

の
都
合

で

二

三
の
用
例

し
か

挙
げ

え
な

い
が
、

例
え
ば

、

江
西
詩

派

の
流

れ
を

汲
む

費

褒
は
、
学

問

を
重
視

し

て

「
作

詩

は
當

に
学

を

以

て
す

べ
く

、
當

に
才
を

以

て
す

べ
か
ら
ず

。
詩

は

文

の
比

に
非
ず

。
若

し
曽

っ
て
学

ば
ざ

れ
ば

、
則
ち

終

に
詩

に
近
か

ら
ず
。

古

人
或

い
は
文

を
以

て

一
世

に
名

あ

る
も
、

詩

の
工
な

ら
ざ

る
者

は
皆

才

を

以

て
詩
を
為

る

が
故

な
り

」

(
「
梁
難
漫
志
」
)
と

い

っ
て

い
る

。
こ
れ

に

対

し

て
朱

子

は
、

「
詩

は
固
よ

り
学
ば

ず

し

て
之

を
能

く
す

る
」
も

の
だ

と

し

て
屡

々
反
対

し

て
い
る
が

、

こ
と

に
宋
末

の
厳

羽

の
反
対

論

「
夫

れ

詩

に
別

材
あ

り
、
書

に
関

す

る

に
非

ざ

る
な

り
。
詩

に
別

趣
あ

り
、

理

に

関

す

る

に
非
ざ

る
な

り
云

々
」
(
「澹
浪
詩
話
」詩
辮
)と

い
う

の
は
余

り

に
も

有
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名

で

あ

る
。
な

お

「
才
」

・

「
学

」

折
衷
論

の
例
と

し

て
は
、

「
対
林

夜

話

」
に
薫
徳

藻

の
言

葉
と

し

て
引
か

れ

て

い
る
「
詩

は
書

を
読

ま

ざ
れ
ば

為

る

べ
か
ら

ず
。

然
れ

ど
も
書

を

以

て
詩
を
為

れ

ば
可

な
ら

ざ
る

な
り

」
な

ど

が
あ
げ

ら

れ
る
。

宋

以
後

の
詩
論

に
お

い
て
も

、

「
才

」
と

「
学
」

と

の
問
題

は
、
き

わ

め

て
重
要

な
課

題
で

あ

っ
た
。

そ
れ

に

つ
い
て
は
郭

象
虞

の

「
槍
浪
詩

話

校
糧

」
(
二
九
ー
三
一二
頁
)
に
移

し

い
用
例

が
挙
げ

ら
れ

、
ま

た
銭

鍾
書

の

「

宋
詩

選
註

」
序

、
青
木

正

見

の

「清

代
文

学
批

評
史

」

な

ど

に
も

か
な

り

の
言

及

が
あ

る
。

明
代
擬

古
派

の
前

後
七

子

は
、
宋

詩

に
対
す

る
反

動
と

し

て
学

問
を
否

定
し
才

情

を
重

ん
じ

た
が

、
作

詩

の
典
型

を
前

人

に
も

と

め
模

倣
を

肯
定

し

て

い
る
点

は
や
は

り
宋

以
来

の
伝

統
と

い
え

る

。
清

代

に
は
、

王
漁
洋

の

「
才
」

に
対

し
て

「
学

」
で

詩

を
作

っ
た
と

い
わ

れ
る

朱
舞

尊
、

「
学

」

の
重
視

を
主

張
し

た
沈
徳

潜

に
対

し

て
天
然

の
性
情

を

尊

ん
だ

衰
枚

、
性
霊

説

に
根
ざ

し
た

趙
翼

に
対

し

て
専

ら
学

問
を
重

ん
じ

た

翁
方

綱
な
ど

が
知

ら
れ

て

い
る
。

以
上
小

稿

は
、

宋
以
後

の
詩
論
に
論
議

を

よ
ぶ

「
才

」

・

「
学
」

問
題

の
源
泉

と
も

い
う

べ
き
宋

詩

の
学
問
性

に

つ
い
て

い
さ
さ
か
検

討
を

加

え

た

も

の
で
あ

る
。

註

(
1
〉但
し
、
先

人
の
作

品
を
利

用
し
て
詩
を
作
る

こ
と
を
表

明
し
た
言
葉
が
、
宋
以
前

に
全
く

み
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば

、
杜
甫

の

「熟
精
文

選
理
」

(
「

宗
武
生

日
」
)
、

「
未
及
前
賢
更
勿
疑

、
選
相
租
述
復
先
誰

」
(
「戯

為
六
絶
」
〉
、

韓
愈

の

「
無
書

不
読
、
然
止
用
以
資
為
詩
」

(
「登
封

県
尉
塵
殿
墓
志
」
〉
、
劉

昌
錫

の

「
後
輩
業
詩
即
須
有
披

」
、

「為

詩
用
僻
字
須
有
来
慮

」
(章
絢

「劉
賓
客

嘉
話

録
」
〉
な
ど
は
、
学
問

に
よ
る
作
詩
を
肯
定
し

た
発
言
で

あ
る
と

い
え
よ
う
。

け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う

な
例
は
極
め
て
数
少
な

い
し
、ま

た
そ
の
主
張
も
宋

ひ
と

の

よ
う

に
積
極
的
な
も

の
で

は
な
い
。

(
2
)そ

の

一
例
と
し

て
、
胡
暖

・
石
介

・
欧

陽
修

・
孫
復

・
徐
績
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と

が
で
き
る
。

(
3
)詩
論

に
お

い
て
は
、

「東
妓
道

人
在
黄

州
時
作
、
語
意
高
妙
、
似
非
喫
煙
火
食
人

語
、
非
胸
中
有
萬
巻
書
、
筆
下
無

一
点
塵

俗
気
、
敦

能
至
此
」
(
「蹟
東

披
楽
府

」
)

、
「
景
文

胸
中
有
萬
巻
書
、
筆
下
無

一
点
俗
気

」

(
「書
劉
景
文
詩
後
」

)
、

「

亀
父

…
…
力

学
有

暇
、
更
精
読
千
巻
書
、
乃
可
畢
弦
能
事
」

(
「書

旧
詩
与
洪

亀
父
肢
其
後
」

)
な
ど
。
書
論

に
お
い
て
は
、

「
余
謂
東
披
書
、
学
問
文
章
之
気
、

響

々
芋

々
発
於
筆

墨
之
間

、
此
所

以
他

人
終
莫
能
及
爾
」

(
「駿

東
披
書

遠
景
楼

賦
後
」

)
、
「王
著

…
…
若
使
絢
中
有
書
数
千
巻

、
不
随
世

緑
々
則
書

不
病
韻
」
(
「

駿
周
子
発
帖
」

)
な
ど
。

画
論

に
お

い
て
は
、

「大
年

…
…
若
更

屏
声
色
袋

馬
、
使

胸
中
有

数
百
巻
書
、
便

當
不
悦
文
与
可
ム矢
」

(
「題
宗
室
大
年
永

年
画
」
〉
、

「
胸
蠕
菖

巻
夜
光
寒
、
筆

倒
三
江
硯
滴
乾
」

(内
集
巻
七

「
子
膿
去

歳
春
待
立
…
…
」
詩
)
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
る
。

(
4
)黄
庭
堅

の
王
学
批
判

は
、

「
談
経
用
燕
説

、
束
棄
諸
儒
伝
」

・

「
先
皇
元
豊
末
、

極
厭
士
浅
聞
」

(内
集
巻

四

「奉
和
文
潜

贈
無
答

篇
末
…
…
」
詩
〉
な
ど
に
み
ら

れ
、
陳
師
道

の
そ
れ
は

「後
山
文
集

」
の

「
送
刑
居
実

序
」
に
み
ら
れ
る
。
詳
し

く
は
拙
稿

「蘇
轍

の
文

人
活
動

と
そ
の
要

因
」
(
九
州
中
国
学
会
報
巻

一
四
)

参
照
。

(5
〉
「山
谷
内
集

」
巻

一

「古

詩
二
首

上
蘇
子
膓
」

の
任
淵

の
注

に

「孫
宰
老
云
、
老

杜
詩
、
無
両
字
無
来
歴

、
劉

夢
得
論
詩
、
亦
言
無
来
歴
字
、
前
輩

未
嘗
用
、
山
谷

屡
拮

此
語

、
蓋
亦

以
自
表
見
也
」
と

い
う
。

(6
〉例
え
ば
、

「自
古

詩
人
文
人
、
大

抵
皆

組
述
前
人
作
語
」

(周
紫
芝

「
竹
披
詩
話
」
)
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「学

詩
須
是
熟
看
古
人
詩
、
求
其
用
心
威
、
蓋

一
語

一
句

不
苛
作
也

」
(
「
詩
人
玉

屑

」
引

く

「
漫
斎
語
録
」

〉
、

「天
下
書
錐
不

可
不
読
、然
慎

不
可
有

意
於
用
事
」

(
「却
掃

編
」
下
)
、

「
自
唐
以
来
、
詩
人
寝
盛

、
有
得

干
天
才
之
自

然
者

、
有

資

干
学
問

而
成
之
者

云

々
」

(韓
元
吉

「南
澗
甲

乙
稿
」
巻

一
四

「張

安
国
詩
集

序
」

〉
、

「学
有

除
而
約
以
用
之
、
善
用
事
者
也
、
意
有
絵
而
約
以
尽
之

、
善
措

辞
者
也
」

(
「
白
石
道
人
詩
説
」
)
、

「詩
悪
踏
襲
古
人
之
意

、亦
有
襲
而
愈

工
」

(
「臨
漢
隠

居
詩
話
」
)
、

「
文
章
最
忌
百
家
衣
、
火
龍

舖
敬
世
不
知

〉

(陸
游

「次
韻
和
楊
伯

子
主

簿
見
贈
」
詩
〉
、

「古
詩
出
於
情
性

…
…
今
詩
出

於
記
聞
博

而

巳
」
、

「
(
江
西
詩
派
)
資

書
以
為
詩
失
之
腐
、

(晩
唐
体

)
掲
書

以
為

詩
失

讐之
野
」

(
「後
村
大
全
集
」
巻
九
六

「韓
隠

君
詩
序

」
)
、

「
趙
昌
父
云
、
古
人

以
学
為
詩
、
今
人
以

詩
為
学

云
々
」

(
「
鶴
林
玉
露
」
巻
九

)
な
ど
、
多
数

の
用

例
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き

る
。
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